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●一一 特 集　子 どもと教育 経営

進路 の 選択 ・ 決定 と子 ど も

高校 を中心 と して

大阪大学 金 子 照 基

1　 現代社会 に お け る進路形成

　子 どもの 将来の 進路 とい う観点か ら全 国的に み る と ， 個 々 の 高校の 社会的機

能や 性格は
，

か な り異な っ て お り ， 多様な存在 とな っ て い る 。 した が っ て ， 子

どもが
， どん な社会的性格の 高校 に 進学 し ， 在学 して い るか に よ っ て も ， そ の

進路 形成 は 大 き く異 な っ て い る場合 もあ る。 それは ，高校 が ，子 どもの 進路形

成 に 関 して ， どん な教 育文化や 生徒文 化 を も っ て お り ， また 社会 的評価 と して

の 学校 間格差 の 構造の な か に
，

い か に 位置づ け られ て い るか に よ っ て ， 子 ど も

の 進路 意識の 形 成 が大 き く影響 され て い る と考え られ る か らで ある。

　そ の 意味で は
， 中学校 卒業時 の 進路 の 選択 ・ 決定が

， 高校 に お け る 生徒の 進

路形成に ， 少な くと も結果的に は深 くか か わ っ て い る こ とに な る 。 しか し実際

に は ， 中学校の 卒業生の 94％ 以上 が ， 多 くの 場合 は い わ ゆ る偏差値に よ り輪切

りされ る とい う形態を と りな が ら高校に 進学 し ， 高学歴社会 の な か で 高校進学

が義務就 学制的性格を 社 会 的 に 強め て お り ， しか も ， そ の 進学者 の 約74％ は 普

通科に 在学 して い る とい う事情 もあ っ て
， 多 くの 高校生 は ， 進路意識の 不 明な

まま ， 高校 に 進学 して きて い る の で は ない で あろ うか 。

　さ らに
， 技術 の 急激 な革新 ， お よび それに と もな う社会構造や 就業構造の 変

化 ， そ して 学歴 主 義志向の 強い なか で ， 子 ど もた ち の み で な く ， 成 人や教師 で

さえ も ， 子 どもの 将来の 社 会的役割や 職業へ の 見通 しの 成立 を ます ます困難 に

して い る よ うで あ る。 つ ま り ， 文明史的転換期 と
一

般に い わ れ て い る現在 に お

い て
，

ラ イ フ コ ー ス に つ い て の 範例 を 見失 っ て きて い るだ け に
， 子 どもに と っ
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て 進路 形成 は
，

ます ま す 困難 な状 況 に な っ て きて い る 。

　以上 の よ うに 考え る と き ， 高校生が 明確 な進路 意識 を形成 す る こ とを可能 に

す る た め の
， 高校に お け る進路指導体制を充実 させ る こ とは ， 現在 きわ め て 重

要な意義を もつ よ うに な っ て い る 。
こ の こ とは ，

こ こ で 改め て 指摘す る まで も

ない こ とで あろ うが ， 今 日 ， 根本的に 問わ れ るべ きこ とは ， 前述の よ うな新 し

い 進路形成 の 困難な状 況 の 下 で の
， 高校 に お け る 進路指導 の 理 念 と体制で あ

り ， それ の 教育経営的観点か らの 再検討が強 く要請 され て い る の で は な い で あ

ろ うか 。

2　 高校卒業後の 進路 の
一

般 的傾 向

　高校 に 進学 した子 どもは ， 学校で の 公式 ・非 公式の 学習機会や ， 学校外で の

多様な学習の 機会 を通 し て 進路形 成 を行 っ て い る 。 しか し前述の よ うに
， 子 ど

もをめ ぐる社 会的条件は
， 進路意識を明確に す る こ とを ， む し ろ 困難に して き

て い る 。 そ れ で も高校 3 年生 まで に は
， 少な くと も ， 大学進学か 就職か

， それ

と も教育訓練校等へ の 進学 か な どの 進路 を選択 し ， 決定す る こ とが 求め られ て

い る 。

　 とこ ろで ，昭和30年 以後の 高校 卒業 時に お け る 生徒 の 進 路を 中心 に ，統 計的

数値に よ り概 観す る と ， 〈表 1　 高校卒 業者 の 主 要な進 路〉 の よ うに な っ て い

る 。

　表 1に よる と ， 高校卒業者の 進路が
， そ の 時点で の 社会的背景を か な り明確

に 反映 した か た ち で
， 進学か就職か の 選択 と し て 決 定 され て い た こ と が わ か

表 1　 高校卒業者の 主要な進路

区　 分
高校卒業

者数

　　 大学進学率

〔 ）内は浪人を含む

大学志

願率
就職率

専門学校

進学率

昭 30年 715．916 18．4 （10，1） 47．6

35 933，738 17．2 （10，3） 26，0 61．3

40 1，160，075 25．4 （17，0） 33，3 60．4

45 1，402，962 24．2 （23，6） 34，6 58．2

50 1β27，407 34．2 （37，8） 47．3 44．6 3．0

55 1．399 ，292 31．9 （37，4） 45，4 42．9 8．8

60 1，373，713 30．5 （37，6） 45，3 41．1 10．4

平元年 1，700，789 30．6 （36，3） 48．5 35．6 13．4

（注）　文部省 『文部統計要覧』 平成 2年版に よ り作成。
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る 。 た とえば
， 昭和35年 か らの 高度経済成 長期に は ， 高校 卒業者の 就職者数が

比 率に お い て 急 上 昇 し ，60％を 超 え て い るが ，そ れ と ともに 高度経済成長 に も

とつ く国民所得の 向上 は ， 高校 ・大学 へ の 進学率を も上昇させ て い る 。
こ とに

大学 進学率は
， 昭和45年か ら50年ま で の 5年間に 最も急上昇 し ， その 大学進学

率が ， 24．2％か ら34．2％へ 10％も上 昇 し
，

い わ ゆ る浪人を含む進学率は
， 実に

14．2％ も急上 昇 して い る 。 そ の 数値は
， ま さ し く驚異 の 目を見張 る よ うな 進学

率上 昇の 比率で あ っ た 。

　も っ とも ，
こ の 高校 の 大学 進学 へ の 進 路 の 志 向性 が急 激に 高ま っ た の は ， た

ん に 国民所得 の 向上 の み に よる の で は な い
。 た とえ ば ，

い わ ゆ る オ イ ル シ ョ ッ

ク に よ る 就職 へ の 進路の 制約 と ， 第
一

次ベ ビー ブ ー ム に ともな う人 口 の 急減 ，

お よび 技術の 革新 とそれ に ともな う産業構造の 急激な変化な どの 社 会的条 件 の

急激な 変化の もとで
， 強め られた もの で あ っ た と考え られ る 。

こ の よ うに 社会

的条件 との 関係に お い て 大学進学 へ の 進路志 向性 の 向上 傾 向を考え る とき ，

一

面 で は
， 昭和 35年 以後 の 高校 進学率 の 急 激 な 上 昇 の 要 因 と して の 社会的背景

と， ある 程度 ，共通 して い る こ とが認 め られ る 。

　以上 の よ うな大学進学 率の 上 昇は ， 当然 ， 高校在学生 の 大学志願 率 の 上 昇 に

支え られて お り ， それ ら各年度 ご との 進学率 と志願率の 問の 差 は
，

こ とに 最近

で は 人 口 急増期に は い り ， ます ます拡大傾 向に あ る 。 そ して その よ うな大学進

学 へ の 志向性の 高 ま りの 状況 の なか で
， 統計 的に も，rl970年代 中頃 以 降 ，

こ の

高校卒の 中小企業雇用者 の ラ イ フ コ ー ス と大学卒 の 大企業雇用 者の ラ イ フ コ
ー

ス との 差 異が ，か な り明瞭に な っ て い る」 （岩井 ， 92頁） とも指摘 され て い る 。

換言すれ ば ，
こ の 時期に ， わ が国に お け る労働力移 動 の 境界は 学 歴 を基礎要因

と して 強化され ， 学歴 主義の 社会 的定着 が み られ る こ とに な っ た 。

　学歴社会化の なか で
， 大学進学志願 率が上 昇 した の に と もな い

， 就職率は 急

激 に 減少 し て きて お り， それ は ， 平成元年に は
， 大学進学率 （浪人 を含む） よ

りも低 くな っ て い る 。
こ の こ とは

， 戦後の 教 育改革 に よ り，い わ ゆ る 完成教育

機関的性 格を強め て い た 後期中等 教育機 関 と して の 高校 が ，伝統的 な大学進学

の 準備教育機関的性格 へ の 軌道修 正を求 め る結果 に もな る可能性 を高め て い る

の で は な い で あろ うか 。

　 しか した とえ ， 高校 生 の 就職 へ の 進路志向性が相対的に 弱 くな っ て も ， ある

い は 逆 に ， 弱 くなれば な る ほ ど ， 就職 へ の 進路指導を高校に お い て 充実 させ る

必要性 が 高 くな る こ とは ， 重ね て 指摘す る ま で もない
。 また ，大学 へ の 進 学志
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願者 に 対 して も ， そ の 進学志望先が 専門的領域 ご とに 分化 しな けれ ば な らな い

だ け に
， 将来の 社会 的役割や 職業に 関連 した知識 や 情報 の 提供 な どに もとつ く

進路指導が 必要 とな る 。

　 と こ ろ で 文部省は ， 大学進学率 の 急激な上昇傾 向に 対応 して
，

こ とに 大学の

入 学定員を 全 体 と して 抑制す る と と もに
， 私立 大学に お い て 入 学定員を 越え る

水 増 し入 学 を 抑制す る と同時 に
， 専修学校制度 を 創設 し ， 高校卒 業者を 対象 と

す る 専 門課程 を 置 く学校 を ， 専門学校 と称す る こ とを 認め た 。 表 1に よる と ，

専門学校 へ の 入 学者数は 漸増傾 向に あ り ， 文 部省 の 教育政策は
， そ の 限 りに お

い て 定着 して きて い る と も考え られ る 。

　文部省の 各年度の r文部統計要覧』 に よ る と ， 高校卒業者 の 進路別 の 統計で

は
，

「専修学校等入 学者 の 項 目の もとに
， 専修学 校専門課程 は もとよ り各種学

校 で ある 大学進学予 備校等へ の 入 学 者 もすべ て 包括 して 含め られ て い る 。 しか

し
， 専 門学校 と予備校 とで は

， 高校 卒業後の 進路 と して は ， そ の 社会的性格を

異に して い る こ とで もあ り ， 高校卒 業後の 進路の 多様化傾 向に 対 して
， 統計 的

カ テ ゴ リ ーを 再検討す る 必要 が あ る の で は ない で あろ うか 。

3　 進路選択の 規定要因

　
一

般 に 高校 卒業後 の 進 路選択 は
， 前述 の よ うに

， 基 本 的 に は 大学 進学 ， 就

職 ， 専修学校 進学 ，お よび そ の 他 な どの なか か ら行わ れ て い る。 これ ら 4項 目

の うち ， どの 進 路 を選 択 ・決定す るか に も，その 時期 と規定要 因に よ る 複雑 な

メ カ ニ ズ ム が働い て い る の で あるが ， さ らに そ の 各項 目の もとで も ， どん な専

門的領域や 方向に お い て 進路選択を行 うか に つ い て も， 子 どもは 進路決定を求

め られ る 。

　本 節で は
， 高校生 の 進路選択に お け る 意志決定の メ カ ニ ズ ム に 複合的に 作用

す る 規定要 因を 実証的に 独 自に 明定 す る こ とを意図 し て い る の で は な い 。 む し

ろ ，
こ れ まで の 研究成果 な どに 基づ い て ，それ の 一 般的 な考察 を行 い

， 進路形

成の た め の 教育経営の 課題 を究明す るた め の 手 が か りを ，規定要 因の 特質か ら

求め よ うとす る もの で ある 。

　高校生 の 大 部分が ， 卒業後 の 進路 と して ， 基本的に は 大学進学 か 就職 ， ある

い は 専修学校進学な どを選択す る 場合に
， それ を方向づ ける 上 で 主要な要因 と

な る もの と して
， 大別す れば

， 環境的要因 と個人 的要因が あ る と考え られ る 。
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まず ， 環境的要因の 主 な もの と して は ， （1）家庭 ， （2）学校 ，   社会 な どが挙 げ ら

れ る 。 そ れ らに つ い て は
， 個人 的要因 との 関連に お い て

， 簡単 に考 察 して お く

に とどめ た い 。

　第 1 の 要 因 と して の 家庭 に つ い て は ， 子 ど もに と っ て ， そ れ ぞれ 特殊な 事情

が あ り ， そ れ が 重要 な 時期 に 偶発的 に 生起す る こ と もあ り ， さら に 家庭の 経済

的 ， 文化的 水 準 の 問題 も直接間接に 子 ど もの 進路の 選択 を ， そ の 根底に お い て

一
般に 規定 して い る 。 それ ら家庭に か か わ る諸事情 は

， 相互 に 関連 しなが ら ，

一
方で は個人的要因を規定 して い る と同時に

， 他方 で は 進路の 選択 を基本 的に

方 向づ け る要因 とな っ て い る 。 こ の こ とは
，

と くに 指摘す る まで もな く，高校

生 の 進路意識の 形成 に お い て
， 家庭 の 問題 が そ の 基底に あ り ， 進 路 問 題を 考

え ， 指導 して い くに 当た っ て ， そ れ へ の 配慮が きわ め て重要で ある こ とを示 唆

して い る 。

　第 2 の 要 因 と して の 学 校 に は
， 子 どもが あ る特定 の 高校 に 進学 す る こ とに よ

り客観的か つ
一

般的 に 経験す る 公式 ・ 非 公式 の 教 育 ・学 習活 動が すべ て 含 め ら

れ て い る 。 しか し こ こ で は
， 特定の 個人 お よび集団に 対す る進路指導 と して

，

学校 に お い て 意図的 に 行わ れ る教育活動 は除い て お きた い 。

　 さ て
， 中学 生 に と っ て 進学先 の 高校 は

， 社会 的に は 学校 間差異 ・格差 の 構造

の な か に 位置づ け られ て い る 。 同 じ高校 で も，職業 科 へ の 進路 を選 択す る か 普

通科 を選択す る か に よ っ て ， そ の 後 の進路意識の 形成を異に して い く場合もあ

ろ う。 こ とに 職業科を選択 した場合に は ， そ の 学科に 在学 して い る過程で
， 社

会的期待を 内面化する こ とに よ っ て
， 就職へ の 進路意識を結果 的 に は 形成 した

り強化 し た りする こ とに な ろ う。 しか も ， その よ うな在学生徒 の進 路意識 の 傾

向性 と ， 教 師の 生徒へ の 広義 の 進路指導 の 方 向性 か ら ， 就職志 向の 学校文化が

生成 され ，その 在学生徒 は ，普通科在学 の 生徒に 比 較 して ， 就職志向性の 強い

進 路意識 を形 成す る の で あろ う。

　 も っ と も普通科高校に 進学 した場合 に も ， 進学 した 生徒の ほ とん どが 大学進

学を 志望す る高校か ら ， そ の 志願率 の 低 い 高校 まで
， 学校 間格差 は 全 国的に み

れ ば ， 深 く構造化 して い る
。

し た が っ て
，

こ の 学校 間格差 の 構造 の なか で ， 当

該高校が い か な る 位置 に ある か に よ っ て ，学校 ご とに 生 徒文化 は異 な り ， 教師

の 生徒に 提供 す る 進路情 報や 指導態度 な ど ， 広義の 進路指導な どに よ り生成 さ

れ る教育文化 も異 な っ て い る 。 つ ま り ， 同 じ く普通 科高校 で も ， 学 校間格差構

造の なか の どの 高校に 進学す る か が決定 され た と きに ， その 在学 生へ の
一

般的
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な 期待 を 内面 化す る と同 時 に
，

こ の 在 学期 間を通 し て 学校文 化を 内面化す る こ

とに よ り ， その 学校 の 生徒 に 相応 し い 進路意識 を強化 され る 可能性 も高 い の で

ある 。

　 こ うして 高校 の 学校間差異 ・格差 の 構造は ， 子 ど もが ， ある 高校 へ の 進学を

決定 した 時点か ら ，
こ とに 在学期間を 通 して

， 高校卒業後の 進路形成の た め の

基本的な 準拠枠 を提供 し て い る こ とを 意味 して い る 。 そ の 限 りに お い て 学校

は
， 子 どもが 高校卒業後 の 進路を 選択 す るに 当た っ て

， きわ め て 重要な規定 要

因 とな っ て い る。

　第 3 の 規 定要 因 と して の 社会 は ，環 境的要 因 と して は 非常 に 複 合的 で あ る 。

た とえ ば ， 国 内の 経済活動が好調で ， 高校卒業者の 求人活動が盛 ん で ある か 不

況期で あるか も， 子 ど もの 進路意識の 形成 に 微妙 な影響を与 える で あろ う。 そ

し て そ の 影響は
， 学歴 主義の 社会的な浸透度が

， 本人 とそ の 周 辺 の 人 々 の 間

で
，

い か に 判断 され て い る か に も関係す る で あ ろ う。 しか も ， そ の よ うな進路

意識 の 形成 に は ，子 ど もが 現実 に 生 活 して い る地 域性 と も深 くか か わ っ て い る

に ち が い な い
。

つ ま り ， 大学 そ の 他の 中等後教育機関 が ， 子 ど もの 通学 圏内に

どの 程度 ， 存在 して い る の か な どに よ っ て も異 な っ て くるで あろ う。

　以上 の よ うに ，環境 的要 因に は 多 くの 要素が あ り，それ らが 相互 に 複雑 に 関

連 し合 っ て ， 子 ど もの 進路意識 の 形成 過程 に 対 して ，
い わ ぽ外側 か ら ， 多 くの

場合に 相乗的効果を発揮 しつ つ 働きか け て い る と考え られ る 。 そ の よ うな環境

的要因 が ， 子 どもの 進路形成 に 対 して 相対 的に 強 く作用 す る と ， 高校生 は 明 確

な 目的意識 を もつ こ とな く受動 的 な進 路形成 を 行 うこ とに な る 。 こ こ に
， 高校

に お い て 進路指導を行 う上 で 考慮 され るべ き一 つ の 問題点が あ る の で は ない で

あろ うか 。

　 と こ ろ で
， 個人 的要 因 も非常に 多様で 複雑で あるが

， と くに
一

般的な能力 ，

適性 ， 興味 ， 人生や職業へ の 価値観な どの 要素が 重要で あ り ， そ れ らを 高校生

自身 が統 合 して 自己を 理解 し ， 自己概 念 を形成 し て い る 。 子 ど もは ，18年 間 に

わ た る学 校生活 を 中心 に した社会 的生活 の なか で ， 次 第に
一

貫性 の あ る 自己 イ

メ ー ジ を 習得 して 作 り上 げ る 。 そ して 人生 や職業に 対す る基本的 な態度 や価 値

観を形成 す る こ とに な る。

　近年 ， 学歴主義 の 社 会的 な浸透 がすす むに つ れ て ，い わゆ る 偏差値 で 示 され

る知的能力が
， 人間の 能力 と して 基本 的に 重 視 され る傾 向に あ る 。

一
般 的に い

え ば ， 多 くの 子 ど もは 中学校 卒業の 時点 に お い て ， 高校 の 学校間差異 ・格差 の
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進路の選択 ・決定と子 ども

構造 に 対応 し て 選抜 され て い る 。
こ の 選抜過程 で は ， 基礎学 力や 適性 ， 興 味関

心 な どに つ い て の 自分で 知覚 された 自己理解に 対 し て
， とくに 教師 に よ っ て 認

識 され た 生徒理解に も とつ く進路に 関す る シ グナ ル が
， その 進 路に 重要 な意味

を もつ 「内申書」 を背景に して 発信 され ， 高校入試 に よ っ て 検証され る こ とに

なる
。 そ こで は

，
ほ とん どの 場合 に

， 特定 の 集団 内に お け る 基礎 学力 の 相 対的

評価 が決定 的 な意味 を有 し ，子 ど もの 適性 や 興味関心 ， あ る い は 人 生 や 将来の

社 会生活 な どへ の 態度 は
一

般 に 軽視 され る傾向に ある 。

　そ して 高校 に お い て も ， そ の 偏差値優位の 傾向は 基本的に は 共通 して い る 。

高校教師 の 発信す る シ グ ナ ル は ，た とえ相対 的に は 弱 い もの で あ っ て も ， 全 国

的規模 で の 進学情報 を背景 に した 「予備校」 等に よ っ て 補強 され て い る 。
この

結果 ， 高校生 は ， 基礎学力に つ い て の 特定の
， あ る い は 不特定で 大規模 の 集団

内で の 相対 的評価 を 中核的要素に して
， む しろ 自己概念 を社 会的に 形成 させ ら

れ て い る側面 が 大 き くな っ て い る。 こ の こ とは ，少な くとも結 果的 に は ，個 人

の 価値観や 興味関心 ， ある い は 適性な どの 将来の 生活に お け る 重要性を相対的

に は 軽視す る傾向を社会的に は 生み 出 して い る 。 しか もそれ らは ， 経験や学 習

を通 して
，

つ ね に 人間的発達 に と もな っ て ， む しろ変化す る もの で ある 。 そ れ

だ け に ， 子 ど もは ， 統合 され た
一

貫性 の ある 自己概念を 明確に 知覚す る こ とが

で きず ， 人 生や 将来の 進路 に 対す る積 極 的な態度を形成 で きない で い る場 合 も

少な くない よ うに 考 え られ る 。

4　 進路形成 の 主体性 と教育経 営

　大学進学者の なか に も ， 法学部 と医学部を併願 した学生が 最近 ， 目に つ くよ

うに な っ た と さえい わ れ て い る よ うに
， 大学進学 の 目的意識 を 明確に で きな い

ま ま進学 して い る青年 が 増加 して い る よ うで ある 。 前節の 簡単な 考察か ら も明

らか な よ うに ，変化 の 激 しい 学歴 主 義の 社会 ・産業構造の な か で
， 今 日 ， 高校

生は進路選 択に お け る主 体性を確立す る こ とが 困難 に な っ て い る 。 そ れ だ け

に ， 主体的な進路選択 の で きる能力を育成 す るた め の 高校 の 進路指導が
， きわ

め て 重要な課題 とな っ て い る 。

　現行 の 学 習指導要 領に お い て も ， 進路指導を ， 学校の 教育活動の 全体を 通 し

て 行い
， と くに 勤 労体験学習の 機会 の 提供や ， 適切 な進路相 談の 実施 な どに よ

る ， そ の 充実強化を は か る方 針を 明示 して い る 。 そ の 進 路指導に お い て 目指 さ
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れて い る こ とは ，生徒 が 将来 の 自分の 生 き方 を 問い
， 進路設計を 考え る こ とか

ら，生徒 自身 と し て 自 らに 相応 し い 自己概念 の 形成 や 職業観 の 確立 に せ ま らせ

る 点に あ る 。 その 限 り， 生徒指導が
， 生徒の 高校 生 とし て の 現実の 生 き方や 人

間ら しい 生き方を考え させ ， 高校生活 の 充実に よ り 「人格の 完成 」 に せ ま るの

とは
， そ の 指導の 観点に お い て 対 照的 で は あ る 。 しか し両者 と も，そ の 指導 理

念を 共通 に して お り ， 実際の 指導に お い て も密接 に 関連 し ， 機能的 に は 相互 に

補完す る性格 の もの で ある 。

　進 路指 導は ，人間 の 生 き方 を問い ，現実 の 社会 に おけ る職 業を 深 く理 解 させ

る こ とに よ り，将来 の 進 路設計 を 考 え させ る こ とに ある 以上 ，各教科 の 教 育活

動を 基盤に して 展開 されね ばな らな い
。 しか も基本的に は ， 現実の 高校生活の

発展充実を め ざす生徒指導 との 統合され た 指導計画 の もとで ， 進路指導は 展 開

さ れ ね ばな らない
。 そ の 意味に お い て は

， 現実の 高校生活を ふ まえ ， その 発 展

充実を は か る と ともに
。 将来の 職業へ の 長期的展 望を試み させ る こ とに よ り，

自己 概念 の 形成 へ の 指 導を 行 う点 に
， 進路指導の

一
つ の 意義が あ る と もい え よ

う。

　高校 生が進路 の 選択 ・決定を主 体的 に 行 うに は ， 自己の 能力や 適性 へ の 関心

を高め
， 自己理解を深化 させ る必 要が あ るが

， 同 時に
， 将来の 進路に つ い て 具

体的 で 現 実に 即 した 理解 を深 め させ る た め に は ， 進路 に 関す る 適切 な情報が 不

可欠 で あ る 。 情報過多の 時代 とい わ れ る だ けに ， 個 々 の 生徒に と っ て 最 も必 要

か つ 重要な進路情報を 収集 し選択する方法 を指導す る こ と も ， 進路指導の 一 つ

の 課題 とな っ て い る。

　職業 に 関す る ， 現実の 生 きた情報は ， た ん に 職業に つ い て の 知識 を深 め る の

み で な く ， 現実性の あ る職業観を形成す るた め の 有意義な資料 とな る 。 大学 や

専修学校 等 へ の 進学 を志望す る場 合 で も ， 現実的 で 適正 な職業観を形成 して い

るか 否 か に よ っ て
， その 進学 の 目的意識 も異 な っ て くる に ちが い ない

。

　た しか に
， 高校卒業後 の 進路 と して進学 を選択 す るか 就職 を 選択す るか に よ

り ， 将来の 職業 に お け る役割期待は
， 現在の と こ ろ

一
般的に は 異 な っ て い る 。

しか し科 学 の 飛躍的 な発展や 技術 革新 の 推進 を背景に
， 生涯学習社会 へ 転換 し

つ つ あ る が ，
こ の こ とは ， 将来 ， どん な職業 に お い て も， 自己 の 職務 を 的確 に

遂行す るた め に は
， た えず新 しい 知識や 技術を学習 し習得 し続け る 能力が重要

視 され て い くこ とを意味 し て い る 。 換言すれ ば ， 生涯学習ない し学習企業 とい

う視点か らの 進路指導 も ， 高校の 教育活動全体 と して 重要に な っ て きて い る 。
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進路 の 選択 ・決定 と子 ども

　高校 生の 進路 を考 え る上 で
， 今 日 ， と くに 留意 され る べ き こ とは ，高校卒業

後に 就職の 進路 を選択す る生徒が ， 表 1に 示 し て い る よ うに ，大 幅に 減 少 して

い る とい う事実で ある 。 逆に い えば ， 広 義に おけ る 進学 の 進路を選択する生徒

が次 第に 増加 して い る こ とに な る 。 しか も普通科を中心に した 高校教育が ， 伝

統的に は 大学進学 へ の 準備教育的性格を有 して い る だけに ， 進路の 選択志望 と

い う点で ， い わ ば マ イ ノ リテ ィ 化 して い る就 職 へ の 進路選択者 へ の 進路指導

を ， 生涯学習へ の 態度 と能 力を 育 て つ つ
，

い か に して
， さらに 充 実 させ る か と

い うこ とが
， 高校教育 の 課題 とな っ て い る 。

　 も っ と も，進学 へ の 進路 選択者に も ， 自己 の 人間 と し て の 生 き方や 自己実 現

との 関係 に お い て ， 将来 の 職業へ の 希 望 と展 望を明確 に させ るた め の 指導が ，

高校教育に お い て
一

層重視 され るべ きで あ る こ とは ， 前述の とお りで ある 。 進

学 指導 とは ， 合格可能性 に つ い て の 診断 と対策を主 に した単な る 受験指導で は

な く ， 本当の 意味で の 進路指導の
一

環 として 行わ れね ばな らない
。 以上 の よ う

に 考え る と き ， 高校生 の進 路 の 指導を ， む し ろ高校 の 教 育計 画 の 中心 に 位 置づ

け ， 高校教 育 の あ り方そ の もの を ， 自己概念 の 形成 と人間の 生 き方 とい う視点

炉 ら，根本 的 に 問い 直すべ き時期に きて い る の で は ない で あろ うか 。
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